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文・
章
の

作
法
に

關
す
る
一

つ

の

考
察

小
序

　

　

　
　
　
　

和
田

正

美

　
こ

の

論
文
は

明
星
大
學
日

本
文
化
學
部
言
語

文
化
學
科
の

研
究
紀
要
の

た

め

に

執

筆
す
る

も

の

で

あ

る

が、

筆
者
は

こ

れ

に

先
立

つ

て、

同

じ

言
語
文
化
學
科
か

ら

刊

行
さ

れ

る

豫
定
の

論
文

集
に

掲
載
す
べ

く、
「

日

本
語
の

文
章
」

（

副
題
「

四

つ

の

『

文
章
讀
本
』

を

め

ぐ
つ

て
」
）

と

い

ふ

小

論
を

書
上

げ

た
。

こ

れ

は

副
題
か

ら

察
せ

ら

れ

る

や

う

に、
『

文
章
讀
本
』

と

題

さ

れ

る

書
物
（

著
者
は

そ

れ

ぞ

れ

谷
崎
潤
一

郎
と

三

島
由
紀
夫

と

中
村
眞
一

郎
と

丸
谷
才
一
）

を

比

較
檢
討
す

る
ア】
と

に

寄
せ

て

日

本
語
の

文
章
の

在
り

方
に

探
り

を

入
れ

よ

う

と

し

た

も

の

で

あ

る

が
、

時
間
と

枚

數
の

制
約
も

あ

つ

て

一

囘
で

は

到
底
埒
が

開
か

な
い

こ

と

が

到
明
し

た

の

で、

績
き

は

他
の

發
表
機
關
に

載
せ

る

こ

と

に

な

ら

う

と

逑
べ

て

お

い

た。

そ

れ

が

目

下
書
き

つ

つ

あ
る

こ

の

論
文
で

あ

り、

だ

か

ら
こ

れ

は

「

日

本
語
の

文
章
」

の

續
篇
な

の

で

あ

る

が
、

讀
者
に

向
つ

て、

こ

れ

を

讀
む

の

は

正

篇
を

讀
ん

で

か

ら

に

し

て

も

ら
ぴ

文

章
の

作
法
に

關
す
る
一
つ

の

考
察

和
田

正
美

＊

言
語
文
化
學
科

　
教
授

　
日

歐
近
代
文
學

た

い

と

要
求
す

る

こ

と

は

ど

う
考
へ

て

も

蟲
が

良
過
ぎ

る

の

で、

研
究
論
集
に

書
い

た

こ

と

の

内
容
を

左

に

摘
記

す

る
こ

と

に

し

よ

う
。

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　
へ
　
　も

　

二
　　
概
括
L

　
谷
崎
と

中
村
の

『

文

章
讀
本
』

は

文
章
を

書
く

乙

と
の
、

そ

し

て

　

　

　
　
　
　

　

　
　も
　
　　モ

三

島
の

そ

れ

は

文
章
を

讀
む

こ

と

の

指
導
を

目
指
し

て

を

り、

丸
谷
の

は

そ

の

兩
者

を

も

く

ろ

ん

で

ゐ

る

や

う

に

見

え

る
。

谷
崎
の

主
張
に

は

樣
々

の

誤

り

が

感
じ

ら
れ

る

が、

そ

れ

で

も

文
章
の

素
人

に

向
け

ら

れ

た

『

文
章
讀
本
』

と

し

て

は

こ

れ

が

最

も

示

唆
的
で

あ
る
。

他
の

三

つ

に

も

そ

れ

ぞ

れ

特
徴
が

あ

り、

從
つ

て

價
値
は

あ

る

が、

三

島
と

中
村
は

『

文
章
讀
本
』

の

名
に

お

い

て

文
藝
讀
本
を、

丸
谷

は

準

文

藝

讀
本
を

著
し

た

と

言
へ

よ

う
。

　
「

二

　
日

本
語
は

非
論
理

的
な

言

語
か
」

　
谷

崎
と
三

島
は

（

彼
等
に

お

け

る

表
現

方
法
の

相
逹
を

無
覗
し

て

述
べ

れ

ば
）

日

本
語

を

語
彙
に

乏

し

く、

構
造

が

不

完
全

な、

要
す

る

に

非
論
理
的
な

言
語
と

見

做
す

と

こ

ろ

か

ら

出

發
し

て

ゐ

る
。

特
に

三

島
は

、

日

本
の

榔
藍
の

文
學
に

抽
象
概
念
が

缺
如
し

て

ゐ

た

こ

と

に

注

目
し

て
、

そ

の

特
徴
は

日

本
文
學
に

つ

き

ま

と

ぴ

續
け

た

と

詭
い

て

ゐ

る
。

日

本

の

男
は

長
い

間

外
來
の

抽
象
概
念
で

身
を

鎧
ぴ、

そ

の

た

め

感
情
を

殺
さ

ざ

る

を

得
な

か

つ

た

と

い

ふ

の

が

三

島
の

意
見
で

あ

る
。

こ

の

や

う

に

谷
崎
と

三

島
の

思

考
の

源
は

同

じ

で

あ

る

の

だ

が
、

三

島
に

は

な

く

谷
崎
に

あ

る

の

は、

日

本
語
の

弱

點
を

逆
手

に

取
つ

て

含
蓄
の

あ

る

文
章
を

書
け

ば

よ

い

と

彼
が

考
へ

て

ゐ

る

こ

と

で

あ

る
。

彼
等
の

圭

張

に

理

が

あ

る

こ

と

は

認
め

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

が、

し

か

し

そ

れ

は

事
柄
の

牛
面

し

か

傳
へ

て

ゐ

な

い

の

で

は

あ

る

ま

い

か
。

語

彙
に

乏

し

く、

構
造
が

不
完
全

な
の

は

日

本
語
の

初

期
の

姿
で

あ

ら

う

し、

借
用
さ

れ

た

抽
象
概
念

は

い

つ

し

か

日

本
人
自

身
の

も

の

に

な

つ

て

日

本
語
の

論
理

的
進
展
に

寄
與
し

た

と

思
做
さ

れ

る

か

ら

で

あ

る
。

　

方、

丸
谷

は

大

昔
の

日

本
語
が

非
論
理
的
で

あ
つ

た

こ

と

は

あ

り

得

な

い

と

一

旦

は

述
べ

な

が

ら、

日

本
語
の

文
章
は

日

本
人
の

並

列
的
な

思

考
の

型
に

わ

ざ

は

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
あ
　　　エ

ひ

さ

れ

て

し

ど

け
な

く

な

り

が

ち

だ

と

も

書
い

て

ゐ

る
。

口

本
語
の

論
理
の

裏
に

は35
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明

星
大
学
研

究

紀
要
冖
目

本
文

化
学

部・
ゴ
語
文
化
学

科】
第

七

弓

　一
九
九

九

年

　

　

　

も　　　ロ
　
　　も

釦、
は

り

非
論
理
が

見
え

隱
れ

し

て

ゐ

る

ら

し

い
。

そ

れ

は

何
故
か

。

私
見

に

よ

れ

ば

（
ま

こ

と

に

厄
介
な

話
で

あ

る

が
）

目

本
人
が

大

陸
文
明
に

接
觸
し

て

そ

の

論
理

を

受
容
し

た

時、

彼
我
の

間

に

懸
隔

の

あ

り

過
ぎ

た

こ

と
か

ら、

日

本
語
の

中

に

は

論

理

的
に

成
長

す

る

部
分
と

さ

う

で

は

な
い

部
分
の

共
存
耿
態
が

も

た

ら

さ

れ

た

の

で

あ
る
。

丸
谷

は

更

に
、

現
代
の

日

本
語
に

は

和、

漢、

洋
の

複
合

體
で

あ

る

現

代
日

本
の

文
明
を

適
確
に

表
現
す

る

だ

け

の

論

理

性
は

ま

だ

備
は
つ

て

ゐ

な

い

と

付
加
へ

て

ゐ

る

が、

多
分
そ

の

逋

り

で

あ

ら

う
。

　

「

三

　

目

本
伍
叩

と

日

本
入

の

心

性
」

　・
甲

村
も

口

本
翫
陥

に

お

け

る
払

珊

理

性
の
み
伺
無
醐

を

問

題

に

し

て

ゐ

る

が
、

そ
の

H
本
語
に

對
比

さ

せ

る

形
で、

西

洋
文
化
も

數
千
年
の

中
國
文
化
も

（

す

な

は

ち
西

洋
語

も

中
國
語
も

）

敵
と

の

衝
突
を

通
し

て

進

化
し

た

の

だ
か

ら

そ
こ

に

は

普
遍
的
な

論
理

が

見

ら

れ

る

と

す

る

指
摘
は

い

さ

さ

か

強

引
で

あ

ら

う
。

そ

し

て

表
現

に

お

け

る

自
己

意
識
の

問
題
が

あ

る
。

中
村
は

「

＝
o
＜
Φ

ζ
帥

藁
」 、
「

我
愛
杜
娘
一
（

我
レ

杜
娘
ヲ

愛
ス

）

と

−

（

私

は
）

花
子

が

好
き

で

す
」

を

比

較
し

て

次
の

や

う

に

述
べ

て

ゐ

る
。

西

洋
語
と

中
國

語
で

は

主
語
を

省
略
し

な

い

が
、

日

本
語

と

し

て

は

主

語
を

省
略
し

た、
「

花
子
が

好
き

で

す
」

の

方
が

白
然

で

あ

り、

こ

れ

は

日

本
人
が

愛
の

世

界
で

或
は

翼
人
關
係
「

般
に

お

い

て

自
分
を

意

識

す
る

こ

と

が

少

な

い

と

い

ふ

傾
向
を

表
し

て

ゐ

る
。

白
他
の

區

別
が

明

確
で

は

な

い
。

ま

た

日

本
語
の

一．
好
き
」

に

は

攻

撃
性
と

征
服
欲
が

な

く、

そ

れ

は

こ

ち

ら

則

の

氣
分、

献
態
を

示

す

に

過

ぎ

な
い

の

で

あ

る、

と
。

し

か

し
こ

れ

は

疑
問
で

あ

る
。

西

洋
語
と

中
國

語

で

は
一

＝
。

く

皇

や

，

我
愛
」

が

表
現
の

基
本

的
な

單

位
を

形
作

つ

て

ゐ

る

が
、

日

本
語
で

は

述

語
に

圭

語
が

内
在

し

て

ゐ

る

の

だ、

と

考
へ

ら
れ

は

し

な

い

だ

ら

う

か
。

そ

し

て
一

見

受
動
的
な
「「
好
き
・

が

能
動
的
に

働
く

こ

と

だ
つ

て

な

く

は

な

い
。

言

葉
と

い

ふ

も

の

は

關
係
に

お

い

て

考
察
す
べ

き

で

あ

る
。

日

本

語
の

特
徴
と

日

本
人
の

心

性
が

つ

な

が

り

合
つ

て

ゐ

る
こ

と

は

た

し

か

で

あ

り、

谷

崎
も

そ

の

點
に

着
目

し

て、

日

本
人

は

古

來
お

し

や

べ

り

で

は

な

く

沈
默
の

美

徳
を

36

持
つ

て

ゐ

る

と

か
、

日

本
人

は

事
物
に

關
す
る

帥
物
的
な

表
現
を

嫌
ふ

と

か

遮
べ

て

ゐ

る

が
、

前
者
は

餘
り

に

も
…

面

的
な

見

方
で

あ

ら

う

し、

後
者
は

正

し
い

と

は

い

ふ

も
の

の
、

も

し

谷
崎
が

西

洋
語
に

は

婉
曲

表
現
が

な

い

と

考
へ

て

ゐ

る

の

な

ら、

そ

れ

は

誤
解
と
い

ふ

も

の

で

あ

る
。

　

研
究
論
集
の

た

め

に

記

し

た
こ

と

の

内
容
は

ざ

つ

と

見

て

以

上
の

通
り

で

あ

る

が、

日

本
語

の

文
章
の

在
り

方

と

い

ふ

や

う

な

徴
妙
か

つ

廣
大

な

問
題

で

私
が

確
信

と

言

へ

る

ほ

ど

の

も

の

を

持
合
せ

て

ゐ

る

わ

け
で

は

な

く、

だ

か

ら

私
は

先
輩
諸
氏
の

言

説
に

對
し

て

批
判
者
と

し

て

臨
ま

う
と

し

て

ゐ

る

の

で

は

な

い
。

も

と

よ

り

批
判
は

行
ふ

が、

そ

れ

は

正

し

く

な
い

か

も

知
れ

な
い

こ

と

を

承
知

し

た

上

で

の
、

從
つ

て

修
正

す

る
こ

と

も

あ

り

得
る

批

到
で

あ

る
。

そ

れ

以

外
の

態
度
を

執
る

こ

と

は
［

，

文

章
讀
本
』

の

著
者
達
に
、

と

い

ふ

よ

り

は

悠
久

の

日

本

語
に

失

禮

で

あ

ら

う。

　

さ

て

今
同

は

谷

崎
の

圭

張
を

中
心

に

し

て、

必

要

が

あ

れ

ば

他
の

入
々

の

意
見

を

も

吟
味
し

な

が

ら

述
べ

て

行
く
こ

と

に

す
る。

二

　
圭
語
の

省
略
は

何
處
ま

で

可
能
か

　

日

本

語
で

は

圭

語
の

省
略
が

可

能
で

あ

る

こ

と

を

め

ぐ

つ

て

中

村
眞
一

郎
が

卩

本

語
は

、

圭

語

を

省
略
し

な
い

西

洋
語
や

中
國

語

よ

り

普

邁
的
で

は

な
い

と

考
へ

て

ゐ

る

こ

と

は

す

で

に

見

た

逋

り
で

あ

る

が
、

そ

れ

に

對
し

て

谷

崎
潤
一

郎

は

文
法
を

重

要
覗
し

な

い

立

場
か

ら

こ

の

現
象
を

日

本
語
の

大

き

な

特
徴

と

し

て

積

極
的
に

評
價

し

よ

う
と

努
め

て

ゐ

る
。

次
に

掲
げ
る

の

は

谷

崎

が

引
用

し

て

ゐ

る

源

氏

物
語
「
察

蝉
」

の

卷
の

｛

節
を

そ

の

ま

ま

寫
し

た

も

の

で

あ

る
。

ね

ら

れ

給
は

ぬ

ま
・

に、

わ

れ

は

か

く

人
に

獪
ま

れ

て

も

な

ら

は

ぬ

を、

ぴ

な

ん

は

じ

め

て

阯

を

憂
し

と

お

も

ひ

し

り

ぬ

れ

ば、

は

つ

か

し

う

て、

こ

よ

な
が

N 工工
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ら
ふ

ま

じ

く
こ

そ

思
ぴ

な

り

ぬ

れ

な

ど
の

た

ま
へ

ば、

し

た

り
。

い

と

ら

う
た

し

と

お

ぼ

す
。

涙
を

さ

へ

こ

ぼ

し

て

伏

　

實
を

言
へ

ば

こ

れ

は

谷
崎
の

『

文
章
讀
本
』

の

「

敬
語
や

辱
稱
を

疎
か

に

せ

ぬ

こ

と
」

と
い

ふ

節
に

出
て

來
る

も

の

で

あ
つ

て、

そ

こ

で

は

敬
語
や

尊
稱
の

無
覗
す
べ

か

ら

ざ
る

所
以

が

説
か

れ

て

ゐ

る
の

だ

が、

そ

れ

に

し

て

も

こ

の

例
文
は

圭

語
の

省

略
と

い

ふ

當
面

の

問

題
に

と
つ

て

好
箇
の

實
例
で

あ

ら

う
。

　

こ

れ

だ

け

の

短
い

文一
章
の

中
に、

隱
さ

れ

た

圭

格
が

二

つ

あ

る
。

「

ね

ら

れ

給
は

ぬ
」

と

「

の

た

ま
へ

ば
」

と

「

お

ぼ

す
」

に

對

應
す
る

の

は

源
氏
の

君
で

あ

り、

「

涙
を

さ

へ

こ

ぼ

し

て

伏
し

た
」

の

は

源
氏

の

從
者
な

の

で

あ

る
。

こ

の

こ

と

か

ら

日

本
語
で

は
、

「

誰
が

何
を

し

た
」

の

「

誰
」

が

な
く

て

も
、

然
る

べ

き

状
況
さ

へ

整
へ

て

や

れ

ば、

意
味
が

通

じ

る

こ

と、

言
換
へ

れ

ば

述

語
は

主

語
無
し

で
一

人

歩

き

出
來
る

こ

と

が

わ

か

ら

う
と
い

ふ

も

の

で

あ

る
。

そ

の

状
況
を

も

た

ら

す

も

の

は

右
の

例
の

や

う
な

敬
語
・

尊
稱
（

一

先
づ

谷
崎
に

從
つ

て

こ

の

二

つ

を

並
べ

て

置
く

が
）

で

あ
つ

た

り、

男
言

葉
と

女
言
葉
の

違
ひ

で

あ
つ

た

り、

前
後
の

文
脈
で

あ
つ

た

り

す

る

だ

ら

う
。

　

私
は

拙
稿
に

先
立

つ

「

日

本
語
の

文
章
」

の

中

で

も
こ

の

問
題
に

觸
れ

て

（

こ

の

論
文
の

「

小

序
」

に

お

い

て

も

手
短
か

に

記
し

た

通
り

）

日

本
語
で

は

述
語
に

圭

語

が

内
在
し

て

ゐ

る

の

で

は

な

い

か、

し

か

し

必

要
に

應
じ

て

そ

れ

を

外
在
化
さ

せ

る

こ

と

も

出
來
る

の

で

は

な

い

か

と
い

ふ

見
解
を
一

つ

の

假
諡
と

し

て

提
出
し

て

お

い

た
。

そ

の

當
否
は

讀
者
の

到
斷
に

委
せ

る

し

か

な
い

が、

そ

れ

は

ど

う

で

あ

れ、

か

う
い

ふ

種
類
の

言
語
は

世

界
の

言
語
の

中
で

は

少
數
派
で

あ

ら

う
け

れ

ど、

こ

れ

は

こ

れ

で

他
の

諸
々

の

言
語
に

對
等
性
を

圭
張
し

得
る

も

の

で

あ

る

や

う
に

思
は

れ

る
。

　

日

本
語
の

述
語
の

中
に

は

圭

語
が

含
ま

れ

て

ゐ

る

の

で

は

な

い

か

と

い

ふ

私
見
を

推
し

進
め

る

と、

ひ

よ

つ

と

し

て

日

本
人

の

意

識
の

世
界
で

は

最
初
に

動
き

が

あ
つ

文
章
の

作
法
に

關
す
る
一
つ

の

考

察

和
田

正

美

て

入
は

そ

れ

に

つ

い

て

行
く
の

か

も

知
れ

な
い
、

す
な

は

ち

動
き

が

圭

で

あ

り

入
は

從
で

あ

る

の

か

も

知
れ

な

い

と

い

ふ

考
に

誘
は

れ

る

が
、

こ

れ

は、

主

語
を

省
略
し

な

い

西
洋
語
や

中
國
語
の

意
識
で

は

自
分

と

他
人
を

對
立

關
係
に

お

い

て

と

ら
へ

る

の

だ

と

い

ふ、

私
に

は

承
服
し

難
い

中
村
説
を

裏
返
し

し
た

だ

け
の

や

う

な

氣
が

し

て
、

と・
て

も

そ

こ

ま

で

は
こ

は

く

て

言
へ

な

い
。

　

し

か

し

日

本
語
に

お

い

て

圭

語
の

省
略
が

如
何
に

自
然
と

は

い

へ

、

そ

れ

に

も

限

界
が

あ

る

こ

と
、

こ

こ

で

私
流
儀
の

言
ひ

方
を

繰
返
せ

ば、

圭

語
を

外
在
化
さ

せ

た

方
が

よ

い

場
ム
ロ

が

多
々

あ

る

こ

と

を

も

私
逹
は

心

得
て

お

か

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

。

（

こ

の

文
の

中
の

「

私
逹
」

は
こ

れ

が

な

く

て

も

「

心

得
て
」

の

圭

語
が

誰
な
の

か

ほ

ぼ

明
ら

か

で

あ

ら

う
し
、

こ

れ

と

「

私
流
儀
」

の

「

私
」

が

ぶ

つ

か

り

合
ふ

こ

と

も

目
障
り

で

あ

る

が
、

そ

れ

で

も

こ

れ

を

挿
ま

な
い

と

意
味

が

う
つ

す

ら

ぼ

や

け、

語
調

も

悪
く

な

る

や

う
な

氣
が

し

た

の

で

入

れ

る

こ

と

に

し

た
。）

そ

し

て

こ

の

こ

と

に

つ

い

て

の

谷
崎
の

認
識
は

充
分
で

は

な

い

や

う

で

あ

る
。

谷

崎
は

上

田

秋
成
の

「

雨
月
物
語
」

の
一

節
を

取
上

げ
て、

そ

こ

に

あ

る

十
の

セ

ン

テ

ン

ス

の

内
の

五

つ

は

歌
人
の

西
行
を

圭
語
に

し

て

ゐ

る

が
、

西

行

の

名
は

何

蹙
も

使
は

れ

て

譲
い
、

換
言

す
れ

ば

圭
格
は
一

度
も

明
示

さ

れ

て

ゐ

な

い

と

誇
ら

し

げ
に

報
告
し

て

ゐ

る
。

谷

崎
が

引
用
し

た

長

い

全

文
を

そ

つ

く

り

再

引
用
す
る

必

要
は

あ

る

ま

い

と

思

ふ

の

で

ー
こ

の

「

思

ふ
」

に

「

私
は
」

を

か

ぶ

せ

る

こ

と

は

な

い

で

せ

う
ね

1
最
初

の

二

つ

の

セ

ン

テ

ン

ス

だ

け

を

拔
き

出
し

て

見
る

こ

と

に

し

よ

う
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

も　
み

ち

あ

ふ

坂
の

關
守
に

ゆ

る

さ

れ

て

よ

り、

秋
こ

し

山

の

黄

葉
み

す
ご

し

が

た

く、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

な

る

み

　

　
　
　
　

　

ふ

　
じ

濱
千
鳥
の

跡
ふ

み

つ

く

る

鳴
海
が

た、

不

盡
の

高
嶺
の

煙、

俘

島
が

は

ら、

清

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

こ

ま

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　
　

　

　
　

な

見

が

關
、

大
磯
小
い

そ

の

浦
々

、

む

ら

さ

き

艶
ふ

武

藏
野
の

原、

鹽
竈
の

和
ぎ

た

る

朝
げ

し

き・

無
の

鰡
が

墜
・

佐
野
の

靆、
木
曾
の

鯉、
心

の

と
じ

ま

ら

ぬ

か

た

ぞ

な

き

に
、

獪
西

の

國
の

歌
枕
見
ま

ほ

し

と

て、

仁
安
三

年37
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九
九
九
年

の

秋
は

、

葭
が

ち

る

難
波
を

經
て、

須
磨
明

石

の

浦
吹
く

風
を

身
に

し

め
つ

も、

行
く
ノ

丶
讚
岐
の

奠
尾

坂
の

林
と
い

ふ

に

し

ば

ら

く

笥
を

と
f

む
。

草
枕
は

る

　

　

　

　
い

ヒ

はロじ
　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

た

ユ

リ

け

き

族
路
の

勞
に

も

あ

ら

で
、

觀
念
修
行
の

便
せ

し

庵
な

り

け

り。

　

右
の

第
一

の

セ

ン

テ

ン

ス

の

圭

語
は

西

行
で

あ

り、

こ

の

こ

と

は

讀
者
が

h

又
章
の

内

容
か

ら

類
推
し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

が、

次

の

セ

ン

テ
ン

ス

は

「

觀
念
修
行
の

便

せ

し

庵

な

り

け
り
」

と
い

ふ

結
び

か

ら

し

て

主

語
が

「

人
」

で

あ

る

こ

と

は

あ

り

得

ず、
．〕
れ

は

セ

ン

テ

ン

ス

の

前
に、

「

（

西

行
が
）

筍
を

と
ぐ

め

た

場
所
は
」

と

補
つ

て

讀
む
こ

と

に

な

る。

谷
崎
は
こ

こ

で

主
格
の

こ

と

に

加
へ

て、

現

在
形

と

過

去

形

の

混
淆
の

こ

と

も

問

題
に

し

て

ゐ

る

の

だ

が
、

話
を

主
格
に

絞

る

と、

も

し

圭

語
の

省
略
と

い

ふ

現

象
が

凵

本
語
の

本
質
に

根
差
し

て

ゐ

る

と

す

れ

ば、

さ

し

づ

め

秋
成

の

こ

の

文
は

日

本
語
の

文

章
を

代
表
す

る

も

の

と

な

り、

谷
崎
が

こ

れ

を

「

模
範
的

な

日

本
文
」

と

見
做
し

た
こ

と

は

無
理

も

な

い
。

だ

か

ら

こ

の

交
は
こ

れ

で

差
支
へ

な
い

の

で

あ

る

が
、

谷
崎
は

そ

の

主

語
の

省
略
を

強
調

す
る

姿
勢
に

お

い

て

故
意
か

偶
然
か

見
落
し

て

ゐ

る

こ

と

が

あ

る

や

う

に

思

は

れ

て

な

ら
な

い
。

（

こ

の

掛
必

の

マ
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　　も
　

　も
　
　ヤ

｝

谷
崎
」

以

下

は

表
現

と

し

て

い

さ

さ

か

文

字
通
り

拙
な

い

か

も

知

れ

な

い

が、

そ

れ

で

も

「

思

は

れ

て
一

を

「

谷
崎
は
」

に

結
び

つ

け

て

し

ま

ふ

讀
者
は

ゐ

な
い

で

せ

う

ね
。

）

　

谷

崎
が

引
用
し

た

秋

威
の

文
に

登

場
す

る
の

は

西

行
た

だ
一

人
で

あ

る
。

讀
者
は

隱
さ

れ

た

圭

語
が

顔
行
で

あ

る

と

わ

か

れ

ば、

い

や、

そ

れ

が

わ

か

ら

な

く

て

も、

こ

こ

で

は

同
一

入

物
の

行
動
が

敍
さ

れ

て

ゐ

る

ら

し
い

と

見

當
を
つ

け

ら

れ

れ

ば
、

こ

の

文
を

讀
下

す
こ

と

が

出
來
る

。

し

か

し

登
場
人
物
が

二

人

或
は

そ

れ

以

ヒ

で

あ

つ

た

ら、

秋
成
の

手

法
は

適
用
さ

れ

得
べ

く

も

な
い

。

そ

ん

な

こ

と

を

し

た

ら

そ

の

文
革

が

た

ち
ど
こ

ろ

に

破
綻
を

來
す
こ

と

は

火

を

見
る

よ

り

も

明
ら

か

で

あ

ら

う
。

　

勿
論、

前
掲
の

源
氏

物
語
の

文
例
の

や

う

に、

敬
語
を

使
用
し

て

二

人
の

人
物
を

38

描
き

分
け

る

こ

と

が

出
來
れ

ば

問
題
は

な
い

わ

け

だ

が
、

誰
に

で

も

わ

か

る

通

り

こ

の

や

り

方
は

過
去
の

も
の

と
い

ふ

よ

り

ほ

か

は

な
い

。

人

物
が

三

人

以

ト
の

場
合

に

は

爾
更

で

あ

る
。

そ

こ

で

私
達
は

文

章
の

混
亂
を

防
ぐ

た

め

に

主

語
を

「

外

在
化
」

さ

せ

る
こ

と

に

な

る
。

谷
崎
に

し

て

も

實
は

そ

の

小
説
の

中
で

そ

れ

を

し

て

ゐ

る

の

で

あ

る
。

い

ふ

ま

で

も

な

い

こ

と

な

が

ら

そ

の

勞
を

惜

し

ん

で

讀
者
に
一
々
、

こ

れ

は

誰
が
号
［

つ

た
の

だ

ら

う
と

か

誰
が

し

た
の

だ

ら

う
と

か

考
へ

こ

ま

せ

る

や

う
で

は
、

そ

の

文
章
は

出
來
損
ひ

で

し

か

な

い
。

國
木

田

獨
歩
の

「

牛

肉

と

馬
鈴
薯
一

が

失
敗

し

て

ゐ

る

の

は

そ
の

た

め

で

あ

ら

う
と

思
は

れ

る
。

　

そ

れ

に

し

て

も

圭

語
の

出

し

入

れ

が

可
能
な
こ

と

は

日

本
語
の

文

章
の

何
と

便
利

な

特
徴
で

あ

ら

う
か
。

言
は

ず
も

が

な

の

場
合

や

同
一

主

語

が

績
く

や

う

な

場
合
に

は

そ

の

圭
語
は

省
い

た

方
が

よ

い

の

だ

し、

男

女

の

會
話
を

映

す

際
に

は

男
三

［

葉
と

女

言
葉
の

使
ひ

分

け
が

自
ら

主

語
を

指
示

す

る

役
割
を

引
受
け

て

く

れ

る
。

日

本
語

で

は

述
語
に

主
語
が

内
在

し

て

ゐ

る

の

だ

と
い

ふ

私
見

は

滿
更
思

ひ

つ

き

で

は

な
い

と

己

惚
れ

た

く

も

な

る
。

　

だ

か

ら

と

い

つ

て

圭

語
の

出
し

入

れ

が

行
へ

な

い

西

洋
語

や

中
國

語

を

融

通

の

利

か

な
い

言

語
で

あ

る

と

考
へ

た

り

し

て

は

な
ら

な
い

。

彼
は

彼

で

あ

り、

此

は

此

で

あ

る
。

い

つ

れ

も

人
間
が

そ

の

中
で

生

活
し、

そ

の

中

で

自
分

を

解
放
す
る

こ

と

が

出
來
る

言
語

で

あ

る

か

ら

に

は

主

語
の

有
無
と
い

ふ
一

事

で

兩
者
の

優
劣
を

あ

げ
つ

ら

ふ

こ

と
は

愼
し

む
べ

き

で

あ

ら

う
。

　

と

は

い

へ

常
に

在
る

主

語

と

常
に

在
る

わ

け

で

は

な
い

圭

語

と

の

間
に

は

何
か

微

妙
な

違
ひ

が

存
し

て

ゐ

る

の

か

も

知
れ

な
い

。

こ

の

二

つ

に

同
．

の

名
稱
を

興
へ

る

こ

と

さ

へ

（

私
は

土
語
と

い

ふ

文
法

上

の

述
語
を
…

先
つ

目

本

語
に

も

當
篏
め
て

ゐ

る

が
）

實
は

正

し

く

な
い

の

か

も

知
れ

な

い
。

主

語
が

常
に

あ

る

言

語

と

さ

う
で

な

い

言
語

を

そ

れ

ぞ

れ

使
ふ

人
々

の

心

理

が

そ

の

違

ひ

に

お

い

て

ど

う

分
れ

て

來
る

か

と

い

ふ

問
題

は

興

味
深
い

が
、

現

在
の

私
に

と
つ

て

そ
れ

を

追
求
す
る

こ

と

は

殘
念
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な

が

ら

望
外

の

沙
汰
と

い

ふ

も

の

で

あ

る。

　

こ

の

章
の

見
出
し

に

し

た

「

圭

語
の

省
略
は

何
處
ま

で

可

能
か
」

と

い

ふ

問
に

私

は、

う
し

ろ

め

た
い

こ

と

で

は

あ

る

が
、

次
の

や

う
な
　

般
論
的
な

や

り

方
で

し

か

答
へ

る

こ

と

が

出
來
な

い
。

　

圭
語
が

省
け

る

場
合
に

は

思
ひ

切

り

よ

く

省
い

て

し

ま

ふ

こ

と
。

こ

の

點
で

は

源

氏

物
語
や

雨

月

物
語
の

や

う
な

古

文
ば

か

り

か

明

治
以

後
に

成

立

し

た
い

は

ゆ

る

口

語
文
に

し

た

と

こ

ろ

で

大

い

に

參
考
に

な

る
。

と

い

ふ

の

は

現
代
で

も

お

よ

そ

文一
章

の

名
に

價
す
る

文
章
の

書
き

手
は
、

皆
、

言
は

ず
語
ら

ず
の

内
に

こ

の

こ

と

を

實
踐

し

て

ゐ

る

か

ら

で

あ

る
。

も
つ

と

も

現
代
小
説
な

ど

で

は

時
々
、

明
ら

か

に

同
一

入

物
の

述
懐
で

あ

る

と

い

ふ

の

に、
「

私
は
」

や

「

×

×

（

固

有
名
詞
）

は
」

が

途
中

で

ひ

よ

い

と

飛

び

出
し

て

來
る

こ

と

が

あ

る

け
れ

ど
、

あ

れ

は

書
き

手
が

讀
み

手

に

圭

語
を

再
確
認
さ

せ

よ

う
と

も

く

ろ

ん

で

ゐ

る

か
、

そ

れ

と

も

語
調
を

整
へ

た
い

と

考
へ

て

ゐ

る

か、

そ

の

ど

ち

ら

か

で

あ

ら

う
。

か

う
い

ふ

こ

と

は

も

と

よ

り

許
容
さ

れ

て

よ

い
。

　

そ

し

て

圭
語
を

入

れ

た

方
が

よ

い

と

意
識
さ

れ

る

場
合
に

は

こ

れ

も

思

ひ

切

り

よ

く

入

れ

て

し

ま

ふ

こ

と
。

す
で

に

述
べ

た

通
り

無
用

の

混
亂
は

避
け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

こ

の

こ

と

の

お

手
本
は

飜
譯
小

説
で

あ

る

と

言
ひ

た

く

な

る

が、

必

ず
し

も

さ

う

は

言
へ

な
い

。

最
近

の

飜
譯
小

読
は
一

昔
か

二

昔
前
の

歐

文
直
譯
體
の

そ

れ

と

は

逹
つ

て、

よ

き

に

つ

け

あ

し

き

に

つ

け
こ

な

れ

た

日

本
語
で

も

の

さ

れ

る

や

う
に

な
つ

て

ゐ

る

の

だ

か

ら
。

　

大
切

な

の

は

日

本
語
の

リ

ズ

ム

が

そ
こ

に

生

き

て

ゐ

る

こ

と

を

感
じ

さ

せ

な

が

ら、

そ

れ

と

同

時
に

讀
者
の

誤

解
を

招
か

な

い

や

う
に

書
く
こ

と

で

あ

り
、

私
逹
は

こ

の

要
請
に

從
つ

て

圭
語
を

見

せ

た

り、

引
つ

こ

め

た

り

し

な

が

ら

書
い

て

行
く
こ

と

に

な
る

が
、

日

本
語
の

文
章
の

傳
統
的
な

リ

ズ

ム

は

圭

語

の

省
略
に

結
び

つ

き

や

す

く、

誤
解
の

防
止

は

圭

語
の

明
示

に

結
び

つ

き

や

す
い

で

あ

ら

う。

圭
語

の

問
題
を

め

ぐ

文

章
の

作
法
に

關
す
る
一
つ

の

考
察

和
田

正

美

る

文
章
作
法
の

要
諦
は

こ

の

二

つ

を

兼
ね

合

せ

る

呼
吸
の

中
に

潛
ん

で

ゐ

る

の

で

は

な

い

か

と

考
へ

ら

れ

る
。

三

　
敬
語
に

つ

い

て

1
　
谷

崎
潤
一

郎
の

敬
語
論

　

谷
崎
が

源
氏
物
語
の
一

節
を

材
料
に

し

て、

敬
語

に

は

省
か

れ

た

圭

語
を

指
示
す

る

力

も

あ

る

と

述
べ

た
こ

と

を

前
章
で

取
上

げ

た

が、

こ

の
一

事
に

限
ら

ず、

谷
崎

の

敬
語
へ

の

思
ひ

入

れ

は

並

大
抵
の

も

の

で

は

な

く、

彼
は

「

品

格
に

つ

い

て
」

と

い

ふ

見

出
し

に

續
け

て

そ
の

内

容
を、
「

一
　

饒
舌
を

愼
し

む

こ

と
」 、
「

二

　
言
葉

　

　
　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　
　
お

う
そ

使
ひ

を

粗
略
に

せ

ぬ

こ

と
」

そ

し

て

「

三

　
敬
語
や

尊
稱
を

疎
か

に

せ

ぬ

こ

と
」

の

　

　
　

　

　

　

　

　
　
　

　
ハ
ヱロ

三

つ

に

區
分

し

て

ゐ

る

の

で

あ

る
。

と
こ

ろ

が

谷
崎
以

外
の

『

文
章
讀
本
』

作
者
は

（

揃
ぴ

も

揃
つ

て

谷
崎
の

フ

ァ

ン

で

あ

る

に

も

か

か

は

ら

ず）

誰
一

人

と

し

て

敬
語

の

問
題

に
ぺ

ー

ヂ

を

割
か

う

と

は

し

て

ゐ

な

い

の

だ
。

こ

れ

は

三

島

と

中
村
と

丸

谷

の

三

人

が

敬
語
に

は

無
關
心

で

あ

つ

た

り、

或
は

も

つ

と

積
極
的
に

反
敬
語
圭

義
者

（

つ

ま

り

そ

の

點
で

は

反

谷
崎
圭
義
者
）

で

あ
つ

た

り

す

る

か

ら

だ

ら

う
か
。

ま
ざ

か

さ

う

で

は

な
い

で

あ

ら

う
。

彼
等
に

し

て

見
れ

ば

敬
語
は

書
き

言
葉
で

は

な

く

話

し

言
葉
の

領
域
に

屬
す

る

事
柄
で

あ

り、

從
つ

て

『

文
章
讀
本
』

の

圭

題

に

は

な

り

得
な

い

の

で

あ

る

に

違
ひ

な

い
。

　

私
は

こ

の

二

組
の

態
度
か

ら

ど

ち

ら

か
一

つ

を

選
べ

と

言

は

れ

た

ら

谷
崎
を

捨
て

て、

他
の

三

人
を

選
ぶ
。

た

し

か

に

敬
語
の

使
ひ

方
が

現
代
の

文
章
作
法
の

内

容

を

形
作
る

こ

と

は

む

つ

か

し

い
。

敬
語
は

も
つ

ば

ら

話
し

言
菓
の
一

部
と

し

て

扱
は

れ

て

ゐ

る

や

う
に

見

え

る
。

が
、

そ

れ

な

ら、

敬
語

は

文
章
を

讀
ん

だ

り

書
い

た

り

す

る
こ

と

に、

特
に

そ

れ

を

書
く

こ

と

に

何
の

影
響
力
も

及
ぼ

し

得

な

い

の

か

と

質
せ39
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明

星

大

学
醗
究
紀
要
【

日

本

文

化

学
部
・
霄

語
文
化
学

科】

第
七

号

　一
九
九
九

年

ば、

多
く

の

人
が

（

よ

く

わ

か

ら

な

い

が

ま
ま

に
）

多
分
そ

れ

は

遶
ふ

と

答
へ

る

だ

ら

う
。

右
の

二

者
擇
…

で

は

谷

畴
を

採
ら

な

か

つ

た

私

も

彼
の

敬
語

論
を

無
價
値
と

ま

で

考
へ

て

ゐ

る

わ

け

で

は

な
い

。

敬
語
へ

の

谷
崎
の

思

ひ

入

れ

を
一

顧
だ

に

し

な

い

こ

と

は

正

し

く

な

い

と

思

ふ
。

　

谷
崎
は

敬
語
を

ー
−

そ

れ

（

特
に

敬
語

の

動
詞
助
動
詞）

は

烹

語
の

省
略
を

可

能

に

す

る

と
い

ふ

議
論
を

別
に

す
れ

ば

−
文
章
の、

或
は

言

葉
の

品

格
と

私
達

の

禮

儀
作
法
に

結
び

つ

け

て

ゐ

る
。

こ

の

品
格
と

い

ふ

こ

と

で

は、
一、
品

格
あ

る

文
章
を

作
り

ま

す
に

は

ま
つ

何
よ

り

も

そ

れ

に

ふ

さ

は

し
い

精
紳
を

涵
養
す

る

こ

と

が

第
一

で

あ

り

ま

す

が、

そ

の

精
神
と

は

何
か

と

申
し

ま

す

と、

優
雅
の

心

を

體
得
す

る

こ

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　ほ
ヨロ

と
に

歸
着
す

る

の

で

あ

り

ま

す
L

と

い

ふ

方
向
に

話
を

發

展
さ

せ

て

ゐ

る
。

そ

し

て

谷
崎
は
こ

の

「

優
雅
の

心
」

を

「

優
雅
の

精
神
」

に

置
換
へ

て、

「

優
雅
の

精
神
と

は、

こ

の

わ

れ

ー
の

内

氣
な

性
質、

東
洋
人

の

謙
讓
の

徳
と

云

ふ

も

の

と
、

何
か

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

ホ
るサ

し

ら

深
い

繋
が

り

が

あ

る

と

こ

ろ

の

も

の

を

指
す
一

と

述
べ

る

の

で

あ

る
。

　

以

上
の

や

う
な

品

格、

禮
儀
作
法、

優
雅
の

心、

謙
譲
の

徳
を

背
景
に

し

て

成
立

つ

も

の

は

も

と

よ

り

敬
語
だ

け

で

は

な

く、

敬
語
を

そ

の

一

環
と

し

た

所
の

も

の

で

あ

り、

谷
崎
は

そ

れ

に

樣
々

な

表
現

を

興
へ

て

ゐ

る
。

　

私
逹
は

品

格
の

あ

る

文一
章

を

書
く
こ

と

に

努
め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

そ

れ

は

そ

の

通
り

で

あ

る
。

し

か

し

谷
崎
か

ら

か

う、「＝口
は

れ

て

戸

惑
ふ

の

は

私
だ

け
で

は

な

い

で

あ

ら

う
。

谷
崎
は

問
逹
へ

て

ゐ

る

と

言
ひ

た

い

の

で

は

な
い

。

間
遠
へ

て

は

ゐ

な

い

か

も

知
れ

な
い

、

だ

が

無

條
件
に

正

し

い

と

も

思
へ

な

い
、

と

い

ふ

い

は

ば

中

間

的
な

心

境
が

戸
惑
ぴ

と

焦
立

ち
を

強
ぴ

る
。

　

東
洋
人
と

日

本
人
の

混
同

や

東
洋
人
は

西
洋
人
の

や

う

に

自
己

圭
張

を

せ

ず
上

の

者
を

敬
ふ

こ

と

を

知
つ

て

ゐ

る

の

だ

と

い

ふ

指
摘
な

ど

は

糧
雜
と

評
す

る

こ

と

が

出

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　ヘ
　
　　
へ
　
　　で

來
る

け

れ

ど
、

私
は

そ

の

や

う

な

批
到
に

う
つ

つ

を

拔
か

し

た

く

は

な
い

。

問
題
は

谷
崎
の

所
説

が

文一
韋
を

書
く

實
際
に

ど

う
生

か

せ

る

か

と

い

ふ

こ

と

で

あ

る
。

『

文

40

章
讀
本
L…

の

讀
者
は

單
な

る
一

般
論
で

は

な

く、

さ

う
い

ふ

技
術
的

な

手

ほ

ど

き
を

も

必

要
と

し

て

ゐ

る

筈
で

あ

る

が
、

谷
崎
は

そ

の

「

文
章
讀
本
』

の

こ

の

箇
所
で

（

無

理
も

な

い

こ

と

と

は
い

へ

）

そ

れ

を

開
陳
す

る

こ

と

を

よ

く

な

し

得
な

か

つ

た
。

（

谷

崎
が

例
示
し

て

ゐ

る

頼
山
陽
の

書
簡
は

候
文
で

あ

り、

現
代
人
に

は

餘
り

參
考

に

な

る

と

は

思
へ

な

い
。

）

せ

い

ぜ

い
、

女

子

は

文
章
の

中
で

も

敬
語

を

使
つ

て、

｝、
父
が

云
つ

た
」

で

は

な

く、
「

お

父
樣
が

お

つ

し

や
い

ま

し

た
」

と

書
い

た

ら

ど

う

な

の

か

と

勸
め

る

程
度
で

あ

る
。

　

谷
崎
は

敬
語

を

含
む

表
現

の

美
し

さ
、

奥
床

し

さ

に

魅
せ

ら

れ、

そ

れ

を

強
く

訴

へ

は

し

た

が、

そ

こ

か

ら

先
に

進
む
こ

と

は

し

な

か

つ

た
。

谷

崎
の

圭

張
を

補
ふ

意

味
か

ら

も、

こ

こ

で

他

の

論
客
に

登

場
し

て

貰
は

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

2
　

福

田

恆
存
の

敬
伍

叩

払

珊

　

頑
田

恆
存
の

一

敬
語
に

つ

い

て
」

は

全

體
が

う
ま

く

ま

と

ま
つ

て

ゐ

る

と

は

言

ぴ

難
い

や

う
に

思

ふ

が
、

こ

の

論
文
の

出
來
榮
え

は

と

も

か

く、

そ

の

中

に

偏
山

獨

特

の

炯
眼
が

感
じ

ら

れ

る

二

と

は

事
實
で

あ

り
、

こ

れ

は

敬
語

の

本
質
に

つ

い

て

考
へ

る

際
の

大

き

な

參
考
に

な

る
。

幅
田

は

敬
語
を

稼

敬
語
と

謙
讓

語
と

丁

寧
語

に

分
け、

論
文
の

終
り

近
く

で、

ゴ

寧
語

と

表
裏
の

關
係
に

あ

る

親
疎
語

と

い

ふ

カ

テ
ゴ

リ

ー

を

付
加
へ

て

ゐ

る

が、

彼

の

議
論
の

出

發
點
は、

敬
語

を

な

く
さ

な

い

限
り

日

本
に

民

圭

圭
義
や

牛
等
思

想
は

育
た

な

い

と
い

ふ

考
へ

方
を

否

定
す
る

と
こ

ろ

に

あ
る

。

幅

田

に

よ

れ

ば

敬
語

は

そ

れ

ら

の

近
代
的
な

主

義
・

思
想
と

は

無
關

係
な

の

で

あ

る
。

そ

れ

で

ほ

何
故
目

本
で

は

複
雜
な

敬
語
が

發
逹
し

た

の

か
。

福
田

は

そ

の

理

由
を

冂

本
語
の

構
造
の

中
に

求

め、

日

本
語
の

動
詞
の

終
り

の

語
尾

（

特
に

u

音

で

終
る

現

在
形
）

は

單
調
で

締
り

が

な

く、

居
坐

り

が

悪
く、

そ

の

や

う
な

不

便
か

ら

逃

れ

よ

う
と

す

る

努
力

が

數
多
く

の

助
動
詞
を

發
生

さ

せ

た

の

で

は

な

い

か

と

推
論
し、
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「

…

…

せ

さ

せ

給
ふ
」

に

至

つ

て

は

居
坐
り
の

良
さ

、

語
調
を

美
し

く

整
へ

る

た

め

の

言
廻
し

と

し

か

考
へ

ら

れ

な

い

と

述
べ

て

ゐ

る
。

　

こ

の

見
解
に

接
し

て
、

『

助
動
詞
だ

け

に

敬
語
の

役
割
が

負
は

さ

れ

て

ゐ

る

わ

け

で

は

あ

る

ま

い

に
』

と

い

ふ

疑
ぴ

も

起

る

が
、

助
動
詞

以

外
の

敬
語
表
現
は

敬
語
の

助
動
詞
と

手

を

取
合

つ

て

發
達
し

た

の

だ

と

考
へ

て

よ

い

の

な
ら、

こ

の

疑
問
は
一

應
の

と

こ

ろ

解
決
す
る

。

そ

し

て

幅
田

論
文
の

獨
創
性
は

蓋
し

次

の

こ

と

の

中
に

求

め

ら

れ

る

で

あ

ら

う
。

敬
語
の

源
が

語
尾

の

安
定
感
へ

の

欲
求
の

中
に

あ

る

の

だ

と

す
れ

ば、

敬
語
は

文
字
通
り

の

「

敬
ふ

言

葉
」

で

あ

る

と

は
一

概
に

言
へ

な

い

こ

と

に

な

る
。

換
言

す
れ

ば

敬
語
の

使
用
に

は

そ

れ

が

向
け

ら

れ

る

相
手
へ

の

こ

と

さ

ら

な

敬
意
が

件
ふ

と

は

限
ら

な

い

と

い

ふ

こ

と

に

な
つ

て

來
る

。

福
田

が

は

つ

き

り

さ

う
書
い

て

ゐ

る

わ

け

で

は

な
い

が、

彼
の

主
張
は

ど

う

見
て

も

さ

う
い

ふ

結
論
に

辿

り

着
く。

そ

の

點、

谷
崎
に

と

つ

て

敬
語
は

目

上

の

人

を

尊
敬
し

た

り、

目

下
の

者

が

自
分
を

卑
ド

し

た

り

す

る

東
洋
道
徳
の

表
れ

以
外
の

も
の

で

は

な

か

つ

た
。

　

福
田

読
に

從
ふ

と

敬
語
の

本
質
は
一

見
し

た

と

こ

ろ

の

尊
敬
心

や

自
己

卑
下

に

こ

と

寄
せ

た

丁

寧
さ

の

中
に

あ

り、

更
に

そ

れ

を

軸
と

し

て

成
立

つ

何
物
か

こ

そ

敬
語

の

何
た

る

か

を

開
示
す
る

も

の

で

あ

る

と

考
へ

な

け
れ

ば

な

ら

な

い
。

『

繪
本
太

閤

記
』

で

は

織
田

信
長
に

謀
叛
を

起
し

た

明

智
光
秀
が

そ

の

信
長
に

關
し

て、
「

上

樣
」 、

「

右
大
臣
の

御
首
」

と

い

ふ

や

う
な

尊
敬
語
を

使
つ

て

ゐ

る

と

の

こ

と

で

あ

り、

江

戸
時
代
の

歌
舞
伎
な

ど

で

も

目

上

の

者
が

目

下
の

者
に

そ

の

種
の

尊
讓
語
を

使
つ

て

ゐ

る

例
が

多
く

見
ら

れ

る

と

の

こ

と

で

あ

る
。

福
田

は

こ

れ

ら

の

實
例
を

前
提
に

し

　

　

　

　

　

　

　

　
ハ
らり

て

次
の

や

う

に

記
し

た
。

そ

れ

ら

は

形

は

尊
讓
語
で

あ
つ

て

も、

心

理

的
に

は

相
手
を

遠
く

隔
て

、

距
離

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
あ

げつ
ら

を

置

く

事
に

よ

つ

て、

現
在

論

つ

て

ゐ

る

事、

或
は

命
じ

て

ゐ

る

事
柄
を、

親
し

さ、

馴
れ

合
ひ

の

鉗
人

關
係
か

ら

救
出
し、

客
觀
化、

或
は

客
體
化
し

よ

文
章
の

作
法
に

關
す
る
一
つ

の

考
察

和

田

止

美

う

と

い

ふ

心

の

働
き

と

見

做
さ

れ

ま

す。

詰
り、

そ
こ

に

は

目
上

の

者
と

目
下

の

者
と

の

距
離
が

計
ら

れ

て

ゐ

る

と

同

時
に

、

話
題
に

し

て

ゐ

る

事
柄
に

對
し

て

兩
者
が

等
し

い

距

離
を

以
て

接
し

よ

う
と
い

ふ

け

ち

め

の

感
覺
が

働
い

て

ゐ

る

と

言
へ

ま

せ

う
。

　

こ

こ

に

書
い

て

あ

る

こ

と

が

正

し

け

れ

ば

尊
譲
は

衣
で

あ

り、

そ

れ

に

蔽
は

れ

た

肉
體
は

意
外
に

も、

共
通
の

事
柄
を

め

ぐ

る

彼
我
の

對
等、

罕
等
で

あ
る

こ

と

に

な

ら

う
。

す
で

に

述
べ

た

邁
り、

幅
田

は

敬
語

と

民
圭
圭
義、

孕
等
思

想
の

間
に

は

何

の

關
係
も

な

い

と

言
ひ

切
つ

た

人
で

あ

り、

そ

の

こ

と

を

楯
に

取
つ

て

こ

の

指
摘
は

整
合
性
を

缺
い

て

ゐ

る

と

言
ぴ

募
る

こ

と

も

出
來
な

く

は

な

い

が
、

多
分
そ

れ

は

文

章
の

字
面

に

の

み

こ

だ

は

つ

て、

圭

張
の

中
味
に

は

分

け

入

ら

う

と

し

な
い

態

度
で

し

か

な

い
。

書
き

言
葉
で

あ

れ
、

話
し

言

葉
で

あ

れ、

そ

の

心

理

は

單

な

る

形
式
上

の

論
理

を

以
て

律
せ

ら

れ

る

も
の

で

は

な

い

だ

ら

う
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ヘ
　

　
へ

　

　ら

　

現
に

輻
田

は

こ

れ

に

續
け

て、

こ

の

心

懸
け
を

忘

れ

て

し

ま
つ

た

ら、
「

民

圭

主

　

あ
　
　　モ　
　　も
　　マ

セ義
ど
こ

ろ

か

個
人

圭
義
す

ら

成
り

立

ち

ま
せ

ん
」

（

傍
點、

引

用
者
）

と

述
ぺ

て

ゐ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　　
　　

る
。

そ

し
て

幅
田

は

次
の

や

う

に

言
ふ

。

敬
語、

殊
に

そ

の

根
幹
を

成
す

丁
寧
語、

親
疎
語
こ

そ

日

本

の

近

代
化
の

梃
だ

つ

た

と

言
へ

ま

せ

う

し、

そ

れ

が

亂
れ

に

亂
れ

た

今
日

は、

親
疎、

公

私
の

け

ち

め

を

失
ひ

、

個
人

個
人
が

徒
ら

に

近
代
化
の

齒
車
と

化
し、

公

か

ら

疎
外

さ

れ

た

人
間

同
志
が

敬
語
な

ど

と

は

水
く

さ

い

と

ば

か

り

に、

馴
れ

合
ひ

の

自
己

喪
失
に

陷
り、

睾
丸
の

握
り

合
ひ

を

ス

キ

ン

シ

ッ

プ

な

ど

と

い

ふ

外
國
語
に

頼

つ

て

甘
つ

た

れ

に

逃
避
し

て

ゐ

る

と

し

か

言
ひ

樣
が

あ

り

ま

せ

ん
。

如
何
に

も

福
田

ら

し

い

辛
辣
な

文

章
で

あ

る

が
、

こ

の

い

や

が

ら

せ

に

對
し

て、
41
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明

星

大

学
研

究
紀
要
【

日

本
文

化

学
部
・
胃

譖
文
化
学
科】

第
七

号
　　一
九
九

九

年

『

そ

ん

な

馬
鹿
げ

た

こ

と

が

あ

る

も

の

か
』

と

言
つ

て

濟
ま

せ

ら

れ

る

だ

ら

う
か

。

少
な

く

と

も

私
に

は

こ

れ

を
一

蹴
す

る

だ

け
の

勇

氣
は

湧
い

て

來
な

い

の

で

あ

る
。

　

も

つ

と

も

本
來
的
に

は

敬
語
を

使
ふ

ぺ

き

献
況
で

わ

ざ

と

そ

れ

を

使
は

ず、

し

か

も

そ

れ

が

「

馴
れ

合

ひ
「

で

も

「

睾
丸
の

握
り

合
ひ
」

で

も

な
い

や

う
な

場
合
だ

つ

て

な

い

と

は

言
へ

な
い

。

右
の
一

文
で

説

か

れ

た

こ

と

を

唯
一

無
二

の

基

準
と

し

て

振
り

か

ざ

す

に

は

及
ば

な

い
。

稿
田

が

敬
語

の

心

理

的
側
面

を

言
ひ

つ

く

し

た

わ

け

で

は

な
い
。

し

か

し

こ

の

論
客
が

敬
語
の

本
質
の

或
る

部
分
に

鮮
や

か

な

光

を

投

げ

掛
け

た
こ

と

は

疑
へ

な
い

や

う

に

思
は

れ

る
。

3
　
謀
叛
人

の

心

性

　
『

繪
本
太

閤
記
』

で

は

光
秀
が

謀
叛
を

起
し

た

後
も

信
長
に

敬
語

を

使
つ

た

と

さ

れ

て

ゐ

る

こ

と

を

知
つ

た

時、
・

私
は

は

し

な

く

も

石

川

淳
の

小

諡
『

紫
苑
物
語
』

の

中
の

謀
叛
の

く

だ

り

を

想
ひ

起
し

た
。

そ

の

箇
所
に

行
き

着
く

ま

で

の

あ

ら

す
ぢ

を

以

下

に

ご

く

簡
略
化
さ

れ

た

形
で

記

し

て

お

く
こ

と

に

す

る
。

　

都
の

歌
の

家
に

生

れ

た

宗
頼
は

歌
の

道
を

捨
て

て

弓
の

道

に

入

り
、

そ

の

こ

と

を

勅
選
集
の

選
者
で

あ

る

父
に

忌
ま

れ

て、

遠
國
に

逐
ひ

や

ら

れ、

そ

こ

で

國
の

守
と

し

て

過
す

や

う

に

な

る

が
、

彼
は

そ

の

弓
の

技
術
に

物
を

言
は

せ

て、

良

民
を

次
々

に

殺
す

。

そ

し

て

宗
頼
は

都
か

ら

連
れ

て

來
た

白
痴
同
然

の
、

そ

れ

で

ゐ

て

淫
亂
き

は

ま

り

な

い

妻
（

權
門
の

娘
）

を

疎
ん

じ

て
、

そ．
の

土

地

の
、

と

は

い

へ

氏
索
性
の

知

れ

な
い

美
女
。

干
草

（

實
億

狐
の

化
身）

を

寵
愛
す

る
。

そ

の

宗
頼
に

目

代
の

藤

内

が

謀
叛
を

起
す
の

で

あ

る
。

藤
内
は

性
的
不

能
者
で

あ

つ

た

筈
な

の

に

宗
頼
の

妻

と

の

情
交
に

成
功

し、

そ

れ

に

力
を

得
た

結
果、

か

ね

て

か

ら

企
ん

で

ゐ

た

謀
叛
を

實
行
に

移
す
べ

く、

一

味
徒
黨
の

者
ど

も

の

前
で

次

の

や

う

な

演
説

を

し

鷺
・

42

ー　
め

ん

め

ん、

た

し

か

に

聞
け

。

こ

の

藤
内
こ

そ、

こ

よ

ひ

姫
と

い

ひ

か

は

し

て、

夫
婦
の

契
を

む

す
ん

だ

ぞ
。

お

よ

そ

こ

の

國

の

守
の

位
に

つ

く

べ

き

も
の

は、

ま
こ

と

は

姫
そ

の

人、

す
な

は

ち
姫
の

夫
た

る

に

恥

ぢ

ぬ

も

の

が

そ

の

任
に

あ

た

る

べ

き

ぢ

や
。

姫
を

な

い

が

し

ろ

に

し

て
、

う

ま

れ

も

知
れ

ぬ

化

徃
の

も

の

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

ロ　　　ヘ
　
　
　ヤ
　
　　へ

と

た

は

む
れ

る

が

ご

と

き、

か

の

守
め

は

も

は

や

位
を

う

し

な

つ

た

も

同
然
ぢ

や
。

ま

し

て
、

こ

の

日

ご

ろ

の

亂
心

惡
行
は、

國
中
こ

れ

を

に

く
ま

ぬ

も

の

は

無
い
。

今
や、

姫
の

夫

は

お

れ

ぢ

や
。

す

な

は

ち、

お

れ

が

ま
こ

と

の

守

ぢ

や
。

お

れ

の

背
に

は、

う

し

ろ

楯
と

し

て、

都

な

る

姫
の

家
の

權
勢
が

あ

る
。

お

つ

つ

け、

都
よ

り
お

も

て

む

き
に
、

あ

り

が

た

き

沙
汰
を

か

う

む

る

こ

と

必

定
ぢ

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　
で
　
　も
　

　

う
　
　

へ
　
　も

や
。

か

ね

が

ね

申
し

あ

は

せ

た

と

ほ

り、

無
道
の

守
め

を

ほ

ろ

ぼ

す
こ

と

は、

こ

こ

に

名
分

あ

き

ら

か

に

て、
　一

夫
の

紂

を

伐
つ

が

ご

と

き

も

の

よ
。

め

ん

め

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　
セ
　

へ
　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　い
　

ヘ
　

へ

ん
、

こ

よ

ひ

を

す
ご

さ

ず、

守
め

を

討
つ

て

と
れ
。

か

の

賊
は

日

の

高
い

う

ち

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　
も　　　セ　　　あ

か

ら

閨
に

こ

も
つ

て

す

が

た

を

見
せ

ぬ
。

や

つ

め
に

弓
を

と

ら

せ

る

な
。

た

だ

ひ

た

押
し

に

閨
に

押
し

入
つ

て、

討
て

。

千

草
も

お

な

じ

枕
に

討

て。

も

つ

と

も、

千
草
を

所
望

の

ひ

と

び

と

あ

ら

ば、

こ

ぞ

つ

て

こ

れ

を

犯

せ
。

（

傍

點
、

引
用
者
）

　

＝
韻

し

て

明
ら
か

な

通

り、

宗
頼
に

關
す

る

藤
内
の

言

葉
つ

か

ひ

に

は

敬
語
の

か

け

ら

も

な

い
。

藤
内

は

主

と

し

て

仕
へ

る

宗
頼
を

唾

棄
す
べ

き

極
悪
人

と

し

て

の

み

扱
つ

て

ゐ

る
。

光
秀
の

言
葉
つ

か

ひ

を

め

ぐ
る

幅

田

恆
存
の

見

解

を
こ

の

箇

所
へ

杓

子

定

規
に

適
用
す
れ

ば、

藤
内

に

は

謀
叛
の

擧
を

客

觀
化、

或

は

客

體
化
し

よ

う

と

す

る

心

の

働
き
が

な

い

こ

と

に

な

る

が、

さ

う
で

あ

る

と

し

た

と
こ

ろ

で、

藤
内
の

こ

の

科
白

を

作
者
の

筆
が

す
べ

つ

た

出

來
損
ひ

で

あ

る

な

ど

と

速
斷
し
て

は

な

ら
な

い
。

そ

れ

ど
こ

ろ

か

『

紫
苑
物
語
』

の

こ

の

箇

所
は

何
の

抵

抗
感
も

な

く

讀
め

る

名

文
で

あ

る
。

光

秀
と

藤
内
の

態
度
は

さ

さ

や

か

な

比

較
の

作
業
に

崩
へ

得
る

か

も

知
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れ

な

い
。

そ

の

際、

ど

ち
ら

も

文
字
資
料
に

基

い

て

ゐ

る

の

だ

か

ら、

實
在
の

人

物

と

架
室
の

人

物
の

相
違
は

問
題
に

は

な

ら
な
い

で

あ

ら

う
。

　

す
べ

て

は

謀
叛
の
、

或
は

そ

れ

を

支
へ

る

も

の

の

性
格
に

掛
つ

て

ゐ

る

と

考
へ

て

よ

い

の

で

は

な

い

か
。

第
一

に

（

こ

れ

は

謀
叛
の

支
へ

、

背
景
に

屬
し

て

ゐ

る

が
）

主

從
關
係
の

こ

と

が

あ

る
。

光
秀
は

信
長
と

の

問
に

紛
れ

も

な
い

圭

從
關
係
を

結
ん

で

ゐ

た

が
、

藤
内

は

岩
山

の

向
う

に

擴
が

る

自
由
の

土

地

で

生

れ

育
ち
な

が

ら
、

そ

の

土

地
の

氣
風

に

な

じ

め

ず、

岩
山
の

こ

ち

ら

側
で

拔
群
の

事
務
能
力
を

生

か

し

て

目

代
に

成
り

上
つ

た
こ

と

を

宗
頼
に

見

破
ら

れ

た

男
で

あ

り、

す
な

は

ち

彼
等
の

圭

從
關
係
は

ほ

ん

の

形
ば

か

り

の

も

の

で

し

か

な

い
。

藤
内
に

と

つ

て

宗
頼
は

最
初
か

ら

圭
に

し

て

圭

で

は

な
か

つ

た

と

言
へ

よ

う
。

　

そ

し

て

第
二

に

（

も

と

よ

り
こ

れ

は

右
の

事
柄
と

深

く

か

か

は

り

合
つ

て

ゐ

る

が
）

圭
從
關
係
の

中
で

保
た

れ

て

ゐ

た

用
語
を

崩
す
こ

と
な

く

謀
叛
の

擧
に

出
た

光

秀
に

し

て

見
れ

ば、

圭

君
の

弑
逆

は

武
將
と

し

て、

男
と

し

て

の

誇
り

を

賭
け

た

事

業
で

あ
つ

た

に

相
逹
な

い
。

た

し

か

に

「

上

樣
」 、

「

右
大
臣
の

御
首
」

と
い

ふ

敬
語

は

光
秀

の

誇
り

を

毀
損
し

な

い

效
果
を

發
揮
し

て

ゐ

る
。

も

し

『

繪
本
太
閤
記
』

の

作
者
が

光
秀
に

も

藤
内
の

や

う
に、
「

無
道
の

信
長
め
」

と

か

「

か

の

賊
」

と

か

口

走
ら

せ

て

ゐ

た

ら、

光
秀
の

威
信
は

地

に

墜
ち

た

こ

と

で

あ

ら

う。

そ

れ

に

引

き

換

へ

、

圭
君

で

あ

る

國
の

守
を

悪
し

ざ

ま

に

罵
る

藤
内
は

た

ま

た

ま

轉
が

り

込
ん

だ

好

機
を

利
用

し

て

守
の

位
を

簒
奪
し

よ

う
と

す
る

匹

夫
下
郎
に

過
ぎ

な
い

。

精
祚
の亠口
同

さ

に

お

い

て

こ

の

二

入

は

比

ぶ

べ

く

も

な

い

の

で

あ

る
。

敬
語
は

あ

だ

や

お

ろ

そ

か

に

は

出
來
な
い

と

い

ふ
一

先
つ

の

結
論
が

引
山
せ

る
。

　

但
し

以
上
の

こ

と

は

謀
叛
人

の

言
葉
つ

か

ひ

と

そ

の

心

性
の

關
係
を

二

つ

の

實
例

に

即
し

て

考
察
し

た

ま

で

で

あ

り
、

石

川

淳
の

『

紫
苑
物
語
』

の

價
値
を・
暗

示

す
る

も

の

で

は

毛

頭
な

い
。

そ

の

こ

と
を

は

つ

き

り
こ

と

わ
つ

て

お

く
。

こ

の

小
説
は

宗

頼
と

い

ふ

純
潔
な

少
年
を

中
心

に

し

て

全

て

の

登
場
人

物
が

等
分

に

描
き

込
ま

れ

た

文

章
の

作
法
に

關
す
る
一
つ

の

考
察

和
田

正
美

と

こ

ろ

の
、

高
度
の

完
成
に

逹

し
た

作
品

で

あ

り、

藤
内
の

下

劣
さ

は

作
目
叩

の

枠
の

中
に

す
つ

ぼ

り

收
ま
つ

て

ゐ

て、

讀
者
に、

こ

の

男
は

さ

う
あ

る
べ

き

だ

と

い

ふ

印

象
を

し

か

與
へ

な

い
。

藤
内
の

謀
叛
は

作
者
に

よ
つ

て
、

こ

れ

以

外
の

も

の

で

は

あ

り

得
な
い

や

う
に

仕
組
ま
れ

て

ゐ

る
。

4

敬
語
と

文
章

　

過
ぐ

る

大

戰
の

後、

い

は

ゆ

る

戰
爭
犯
罪
人
と

し

て

處
刑

さ

れ

た

人
々

の

遺
書
を

以

前
に

讀
ん

だ

時
、

或
る

「

戰
犯
」

が

妻
に

宛
て

て、
「

×

子

殿
は

氣
の

毒
で

す

が

仕
方
が

あ

り

ま

せ

ん
」

と

書
い

て

ゐ

る

の

を

眼
に

し

て、

胸
を

衝
か

れ

る

や

う

に

感

じ

た

こ

と

が

あ

翻
。

×

子

さ

ん

は

そ

の

「

戰
犯
」

の

精
紳
薄
弱
の

子
供
だ

と
い

ふ

こ

と

で

あ

る
。

「

戰
犯
」

は

妻
は

も

と

よ

り
、

そ

の

や

う
な

我
が

子
に

も

「

殿
」

と

い

ふ

辱
稱
を

つ

け

て

ゐ

る
。

勿
論

、

そ

れ

は

必

ず

さ

う

し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

わ

け
の

も

の

で

は

な

い

だ

ら

う。
（

現

に

尊
稱
拔
き

で

妻
子

に

呼

び

掛
け

て

ゐ

る

遺
書
も

決

し

て

少
な
く

は

な

い
。

）

右
の

箇
所
は、
「

×

子
は

氣
の

毒
で

す
が

仕
方
が

あ

り

ま

せ

ん
」

と

も

書
け

る

し、

何
な

ら

も

つ

と

崩
し

て、
「

x

子

は

氣
の

毒
だ

け

れ

ど

仕

方

が

な
い

だ

ら

う
ね
」

と

書
い

て

も

差
支
へ

な

い

筈
で

あ

る
。

丁

寧
體
の

文
章
と

い

へ

ど

も、

語
り

掛
け
る

相
手
が

特
に

親
し

い

人
で

あ

る

場
合
に

は
、

時
々

く

だ

け
た

表

現
を

挿
入

す
る

と

却
て

文
章
が

引

き

立

つ

と

い

ふ

事
實
は

文
章
作
法
の

初

歩
的
な

心

得
の

一

つ

に

數
へ

る

こ

と

が

出
來
よ

う。

　

し

か

し

考
へ

て

も

見

る

が

よ

い
。

「

戰
犯
」

で

あ

る

夫
と

そ
の

妻
は

こ

の

遺
書
を

最
後
に

し

て

幽

明
境
を

異

に

す

る

の

で

あ

る。

さ

う
い

ふ

ぎ

り

ぎ
り

の

状
況
の

下
で

父
が

子

を、

精
神
薄
弱
で

あ

れ

何
で

あ

れ、

白
分

と

對
等
の
、

獨
立

し

た

入

格
の

持

主

と

し

て

扱
ふ

こ

と

は

私
に

は

少
し

も

不

自
然
と

は

思
は

れ

な

い
。

こ

の

「

戰
犯
」

と

い

へ

ど

も

處
刑
さ

れ

る

前
に

妻
子

と

拘
置

所
の

金
網
越
し

に

對
面
し
て

ゐ

れ

ば、
43
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要
【

H
本
文
化
学
部
・
三
口

諸
文
化
学
科】

第
七

号

　一
九
九
九

年

我
が

予

に

「

X

子
」

と
か

「

×

子

ち

や

ん
」

と

か

呼

び

掛
け

た

で

あ

ら

う

が
、

そ

れ

は

身
内
の

話
し

言
葉

の

上

で

の

こ

と

で

あ

り、

か

う
い

ふ

場
合

に

は
、

話
し

言

葉
と

書
き

言
葉
の

次
元
の

隔
た

り

を

考
慮
に

入

れ

る

必

要
が

あ

る
。

丸

谷

才
一

も

指
摘
し

　
　
　

　ハ
ヨソ

て

ゐ

る

通

り、

文
章
の

1
丸
谷
は

コ

文

章
L

で

は

な

く

「

文
鱧
」

と

書
い

て

ゐ

る

が

1
基
本
に

は

公
的
な

も

の

が

あ

る

こ

と

を

私
逹
は

忘
れ

る

べ

き

で

は

な
い

。

夫

妻
の、

そ

し

て

父

子
の

永
訣
を

前
に

し

て、

二

重

の

意

味
で

不

幸
な

運

命
（

先
天

性

障
害
と

父

親
の

刑
死）

を

背
負
は

さ

れ

た

愛
児
を

「

×

子
殿
」

と

記
し

た
こ

と

は、

無
實
の

罪
で

處
刑
さ

れ

る

「

戦
犯
一

の

潔
さ

と
、

不

條
理

な

死

を

進
ん

で

迎
へ

入

れ

よ

う
と

す

る

彼
の

心

清
の

氣
高
さ

を

表
し

て

ゐ

る

や

う

に

思

は

れ

て

な

ら

な

い
。

福

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

も　　　へ
　
　
　も

田

恆
存
の

言

葉
を

借
り

れ

ば、

こ

れ

こ

そ

け

ち

め

と
い

ふ

も

の

で

あ

ら

う。

　

現

代
で

は

話
し

言

葉
の

一

部
と

し

て

の

み

見

ら

れ

て

ゐ

る

か

の

如
き

敬
語
を

書
き

言

葉
す

な

は

ち

文
章
の

領
域
に

少
し

は

引
寄
せ

ら

れ

な

い

か

と

思
ひ

な

が

ら
こ

こ

ま

で

書
い

て

來
た

が
、

こ

の

試

み

に

は

や

は

り

限
界

が

あ

る

や

う

で

あ

る
。

谷
崎
潤
一

　

　
　

　

　

　

　
　ヨ
リレ

郎
の

い

は

ゆ

る

講
義
體
が
亠
⊥

流
を

占
め

る

現
代
の

文

章
の

中
で

敬
語

が

占
め

る

位
置

は

あ
つ

て

も

微
々

た

る

も

の

で

あ

ら

う。

し

か

し
こ

こ

で

話
し

言
葉
と

書
き

需
葉
の

關
係
に

つ

い

て
一

考
す

る

こ

と

は

無
駄
で

は

な
い

と

思

ふ
。

私
見

に

よ

れ

ば

こ

の

二

つ

は

明
ら

か

な

相
五

補
完
の

關
係
に

あ

る
。

現
代
の

文．
章

が

と

か

く

意
味
を

傳
へ

る

だ

け
で
、

筆
者
の

息
づ

か

ひ

を

感
じ

さ

せ

ず、

言
葉
の

ふ

く

ら

み

を

缺
い

た

も

の

に

な

り

が

ち

な

の

は
−

1
と

書
い

て

自
分
の

文
章
の

こ

と

を

考
へ

る

と

私
は

背
筋
が

寒

く

な

る

が

　
　
一

つ

に

は

話

し

言

葉
の

中
に

も

さ

う
い

ふ

性
格
が

あ

る

か

ら

で

は

な

い

だ

ら

う

か
。

現
代
人
の

文
章
が

得
て

し

て

論
理

の

域
に

逹
し

な

い

の

は

現
代
の

ロ

本
語
が

現
代
の

日

本
文
明
を

表
現
す

る

だ

け
の

論
理

性
を

未
だ

獲
得
し

て

ゐ

な
い

か

　

　
　

　

　

　

　
　

ヘ
ロソ

ら

だ

と
い

ふ

丸

谷

の

見
解
に

私
は

「
日

本

語
の

文
章
」

の

中
で

贊
意
を

表
し、

こ

の

論

文
の

最
初
の

方
で

も

そ

れ

に

輕
く

觸
れ

て

お

い

た
が
、

同
じ

こ

と

を

蓮
ふ

角
度
か

44

ら

見
る

と、

話
し

言

葉
の

亂
れ

に、

或
は

そ

の

無
味
乾
燥
に

無
頓
着
な

こ

と

が

書
き

言

葉
に

波
及
し

て

ゐ

る

の

だ

と

も
　．
口

へ

る

や

う
に

思
ふ

。

せ

め

て

敬

語
だ

け

で

も

…
ー

た

と

へ

ば

尊
敬
體
で

は

「

れ

る
」
「

ら

れ

る
」

へ

の

｝

避
倒
を

や

め

る

と

い

ふ

風
に

ー
も

つ

と

正

し

く、

き

ち

ん

と

使
ふ

や

う

に

し

た

ら、

必

ず
や

そ

れ

は

文

章

に

も

好
ま

し

い

影

響
を

與
へ

る

で

あ

ら

う

と

感
じ

ら

れ

る

の

だ

が

如
何
な

も

の

か
。

　

最
後
に

文
章
の

中
で

の

敬
語

の

使
ひ

方
に
一
つ

だ

け

沖
文

を

つ

け

て

お

く
。

問
題

は
「「
先

生
」

と

い

ふ

尊
稱旧
の

使
m

用

が

可
能
な

範
園冖
で

あ

る
。

亠
凵

分
が

御
世

話

に

な
つ

た

先
生
の

こ

と

を

ー
ー
ー

假
に

そ

れ

が

鈴
木
先
生

だ

つ

た

と

し

て

ー
ど

ん

な

場
合
に

も

鈴
木
先

生

と

書
か

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

も

の

か

ど

う
か

疑
は

し
い

と

い

ふ

氣

が

す

る
。

恩
師
を

偲
ぶ

文
章
の

中
で

鈴
木

先
生

と

書
く

の

は

當
り

前
だ

し、

先

生

の

著
作

物
へ

の

書
評
と

し

て、
「

こ

の

た

び

の

鈴
木

先
生

の

御
勞
作
を

拜
讀
し

て

…

…
」

と

書
く
の

も

ま

あ
い

い

こ

と

に

し

て

お

か

う
。

私
に

と
つ

て

氣
懸
り

な
の

は
、

誰
か

先

生

と

對
等
の

人
物
を

同
時
に

取

L
げ
な

け

れ

ば

な

ら

な
い

場
合

で

あ

る
。

「

こ

の

こ

と

に

つ

い

工口
圃

橋
氏
は

か

う
考
へ

て

を

ら

れ

る

や

う

だ
が
、

そ
れ

に

對
し

て

鈴

木
先

生

は．・
：

：

」

と

い

ふ

書
き

方
に

は

感
心

出
來
な

い
。

こ

れ

で

は

文
章
の

中
へ

個
人

的

な

人
間

關
係
を

持
込

ん

だ
こ

と

に

な

つ

て

し

ま

ひ、

そ

の

關
係
の

外

に

置

か

れ

た

高

橋
氏
に

失

禮
と

い

ふ

も

の

で

あ

る
。

或
は

そ
れ

を

裏
返

し

た

も
の

と

い

ふ

べ

き

か
、

「
亠ロ
同

橋
氏
は

か

う

考
へ

て

を

ら

れ

る

や

う
だ

が、

そ

れ

に

對
し

て

私
の

大

學
院
の

指

導
教
授
の

鈴
木
は

…
：

マ、
」、

鈴
木
先
生

を

呼
び

捨
て

に

し

て

書
く

人
も

あ

る
。

以

前
に

新
聞
で

こ

の

手
の

書
き
方
を

賞
揚
し

て

ゐ

る

の

を

見

か

け
た

が
、

私
は

そ

れ

を

讀
ん

で、

と

ん

で

も

な

い

話
だ

と

思
つ

た
。

こ

れ

は

筆
者
と

指
導
教
搜

の

關
係
を

ひ

け

ら
か

す
點
で

第
一

の

例
と

何
等
擇
ぶ

と
こ

ろ

が

な

い
。

か

う
い

ふ

場

合

に

は

高
橋、

鈴
木
御
兩
人
の

呼
稱
を

同

じ

に

す

る

こ

と

で

文
章
の

客
觀
性
の

確

保
を

鬪
る

べ

き

で

あ

ら

う。

　
文
章
に

お

け

る

私
と

公

の

問
題
は

そ

の

氣
に

な

れ

ば
い

く

ら

で

も

掘

下

げ
ら

れ

る

N 工工
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や

う
に

思
は

れ

る。

　

困

つ

た

こ

と

に

な
つ

て

し

ま

つ

た
。

〈

研
究
紀
要

に

發

表
す
る

論
文
の

中
に

か

う

い

ふ

輕
い

文
を

書
き
つ

け

る

こ

と

は

氣
が

咎
め

る

し、

お

前
の

文
章
作
法
は

こ

の

程

度
の

も
の

な

の

か

と

言

は

れ

さ

う
で

も

あ

る

が、

他
に

適

當
な

言
ひ

方
が

見
つ

か

ら

な

い

の

で

こ

の

ま

ま

に

し

て

お

く
。

）

ま

た

し

て

も

枚
數
と

時
間
の

壁
に

ぶ

つ

か

つ

た

の

で

あ
る
。

こ

こ

か

ら

先
は

「

大
和
言
葉
と

漢
語
」

に

つ

い

て

論
じ

る

つ

も

り

だ

つ

た

が、

他
日

を

期
す

る

よ

り

他
は

な

い
。

拙
文
の

讀
者
に

は、

中
途
牛
端
な

論
文

を

御
見
せ

し

た

こ

と

を

御
詫
び

す

る

も

の

で

あ

る
。

（

こ

の

「

御
詫
び

す

る
」

は

「

御
詫
び

申
し

上

げ
る
」

と

し

た

方
が

よ

い

の

だ

ら

う

か

？
）

（
6）
　
　
c
一
七亠
ハ

頁

（
7）
　
d
一
九
七

頁、

但

し

漢
字
は

正

字
體
に

變
へ
た。

（
8）
　
こ

の

遺
書

は

た

し
か

『

世
紀
の

遺
書
』

（
巣
鴨
遺

書
編
纂
會

編

　
昭

和

二

十
八

年
十
二

月
一
日

初

　
　

版）
の

中
で

讀

ん

だ

が、

こ

の

遺
書
集
は

大

部
の

も

の

な
の

で、

今、

讃
み

返

し

て

も、

該
當
箇
所

　
　

が

見
つ

か

ら

な

い。
し

か

し

こ

の

箇
所
に

は

以

前
に

何
度
か

眼
を

曝

し
た

の

で、

決
し

て

あ

や
ふ

や

　
　

な

記
憶
で

は

な

い

と

信
じ

て

ゐ

る。

論
文

の

中
の

引
用
文
の

出
典

を

明
示
し

得
な
い

こ

と

は

心

苦

し

　
　

い

が、

再
び

調
査

す
る

つ

も

り

な
の

で、

讀
者
に

は

し

ば

し
の

御

寛

恕
を

御
願
ひ

す
る

次
第
で

あ

る
。

〔
9）
　
b
一
八
二

頁

．
（
10）
　
a

一
八

七

−
一
九
〇
頁

（
11）
　

b
二

八

五

頁

N 工工
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註前
囘
同
樣、

今
囘
も

四
つ

の

『

文一
章

讀
本
』

を
べ

ー

ス

に

し、

そ

れ

ぞ

れ

次
の

版
か

ら

採
つ

た。

『

谷
崎
潤
一
郎
全

集
　
第
二

十
一
卷
』

中
央
公

論

肚
　
昭
和
四

十

九

年
六
月
十
日

普

及
版

『

三

島
由
紀
夫
全

集
　
第
二

十
八

卷
』

新

潮
秕
　
昭

和
五

十
年

八

月
二

十
五

日

中
村
眞
一
郎

『

文
章
讀
本
』

新
潮
文
庫

　
昭

和
六

十
三

年
四

月

三

十
日
四

刷

丸
谷

才一
『

文
章
讀
本
』

中
公
文
庫

　
昭

和
六

十
年
十
一
月
十
五

日

五

版

　

と

は
い

へ

今
囘
の

論
文
で

は

三

島

と

中
村
の

『

文
章

讀
本
』

は

單
に

名
を

擧
げ

た

だ
け

な
の

で、
ア〕
れ

　

ら

は

省
き、

取
敢
へ

ず
谷
崎
の

を

a、

丸
谷
の

を

b
と

し

て

お

き、
c

と

d
は

次
の

二

つ

に

宛
て

る
ア｝

　

と

に

す
る。

c

　
編
田

恆
存
「

敬
語
に

つ

い

て
」

『

な

ぜ

日

本
語

を

破
壤
す
る

の

か
』

（

英
潮
肚

　
昭

和
五

十
四

年
十
二

　

　

月
十
日

重
版
）

所
收

d
　
石
川

淳
「

紫
苑

物

語
」

『

石
川
淳
集
・
新

選

現

代
口

本
文
學
全

集
2

』

（
筑
摩
書

房
　
昭

和
三

十
四

年

　

　

五

月
二

十

日
）

所

收
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（
1

）

（
2

）

（
3

）

（
4）

（
5）

a

＝
二亠
パ

ー

＝
二

八

頁

a
二

一
八．．．

−

二
一
九

頁

a
二

一
九
頁

a一
＝

九
頁

c
一
七

六

頁

文
章
の

作
法
に

關

す

る
一
つ

の

考
察

和
田

正

美


